
自
己
限
定
し
限
定
さ
れ
る
場
所

ー
三
浦
哲
郎
『
妻
の
橋
』
の
ド
ラ
マ
化
と
福
岡
県
黒
木
町
|

自己限定し線定される場所
一三浦哲郎f妻の構j のドラマ化と福岡察黒木町一

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
場
所
論
の
概
念
に
「
場
所
の
自
己
限
定
」
が
あ
る
。

西
田
幾
多
郎
に
と
っ
て
の
普
遍
的
な
存
在
で
あ
る
「
場
所
」
が
特
殊
な
個
を
限

定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
存
在
そ
の
も
の
と
個
別
と
の
関
係
を
規
定
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
個
の
側
か
ら
、
「
個
も
ま
た
場
所
を
限
定
す
る
」

と
い
う
説
明
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
全
て
の
存
在
様

態
を
一
元
化
す
る
こ
と
で
、
主
観
客
観
を
統
合
し
、
時
間
空
間
の
す
べ
て
を
含

み
、
唯
一
の
絶
対
的
な
存
在
で
あ
る
普
遍
的
な
存
在
は
、
個
別
的
な
存
在
を
構

成
し
全
体
の
中
で
限
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
、
個
別
的
な
存
在
も
ま
た
、

限
定
さ
れ
意
味
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
普
遍
的
な
場
所
そ
の
も

の
に
意
味
を
付
加
し
、
全
体
の
意
味
を
限
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
、

個
と
普
遍
と
が
相
互
に
限
定
し
合
う
運
動
が
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
弁
証
法

的
発
展
」
で
あ
る
1
0

い
ま
、
場
所
を
特
殊
な
場
所
に
求
め
、
そ
こ
に
西
田
幾
多
郎
の
場
所
概
念
の

相

E
に
限
定
し
合
う
構
造
を
投
影
し
た
時
、
そ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
実
感
さ
れ

る
。
著
名
人
が
名
所
を
訪
れ
た
(
場
所
の
自
己
限
定
)
記
念
碑
が
さ
ら
に
観
光

名
所
に
な
る
(
個
に
よ
る
場
所
の
限
定
)
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
一

例
で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
あ
る
文
学
作
品
が
あ
る
土
地
に
影
響
を
及
ぼ

荒

木

正

見

し
、
場
所
を
限
定
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
の
偶
然
を
超
え
る
な
に
も
の
か
が
無

け
れ
ば
、
い
ず
れ
は
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
一
例
と
し
て
、
筆
者
は
ひ
と
つ
の
作
品
が
あ
る
場
所
に

影
響
を
与
え
て
来
た
例
を
、
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
観
察
し
て
き
た
。
小
論

で
は
、
そ
れ
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
限
定
さ
れ
る
場
所
と
限
定
す
る
作
品
と

の
連
関
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
こ
の
連
闘
を
、
一
般
的
な
意
味
で
の
科
学
的

な
必
然
的
連
関
と
し
て
期
待
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
唯
一
絶
対
的
な
存
在

と
し
て
の
西
田
幾
多
郎
の
「
場
所
」
が
近
代
の
唯
物
的
な
発
想
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
科
学
的
実
証
主
義
の
前
提
を
超
越
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
特
定
の

場
所
に
し
て
も
科
学
的
実
証
的
な
方
法
論
の
ま
な
板
に
乗
る
も
の
ば
か
り
が
、

個
物
の
成
立
の
原
因
と
ば
か
り
は
吾
一
守
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
考
察
は

こ
の
よ
う
な
科
学
的
な
方
法
を
も
象
徴
的
な
因
果
関
係
の
中
に
位
置
付
け
つ
つ

全
体
を
織
り
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
か
と
い
っ
て
近
代
の
論
理
的
方
法

を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
象
徴
的
に
渉
み
出
て
く
る
因
果
的
連
闘
を
少
し

で
も
近
代
の
論
理
的
方
法
に
近
づ
け
る
努
力
を
し
な
い
と
、
単
な
る
エ
ッ
セ
ー

へ
と
堕
落
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
小
論
が
こ
の
よ
う
な
方
法
論
の
上
で
遂

行
さ
れ
る
こ
と
を
、
前
以
て
確
認
し
て
お
く
。



ド
ラ
マ
『
妻
の
橋
』
と
黒
木
町

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
文
学
作
品
は
、
三
浦
哲
郎
の
小
品
『
妻
の
橋
』
で
あ
る
。

『
新
潮
現
代
文
学
五
七
海
の
道
・
忍
ぶ
川
』
2

所
収
の
年
譜
に
よ
れ
ば
(
三
七

一
l
三
七
四
頁
)
、
『
妻
の
橋
』
は
、
昭
和
四
六
年
(
一
九
七
一
)
八
月
に
雑
誌

『
新
潮
』
に
発
表
さ
れ
、
翌
昭
和
四
七
年
(
一
九
七
二
)
四
月
に
『
妻
の
橋
』

と
し
て
新
潮
社
か
ら
単
行
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
考
察
す
る
場
所
は
、
福
岡
県
八
女
郡
黒
木
(
く
ろ
ぎ
)
町
で
あ
る
。

福
岡
市
中
心
部
か
ら
車
で
約
二
時
間
、
矢
部
川
上
流
の
こ
の
山
聞
の
町
は
、
三

浦
哲
郎
と
は
関
係
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
『
妻
の
橋
』
が
、
東
芝

日
曜
劇
場
の
単
発
ド
ラ
マ
『
妻
の
橋
』
の
舞
台
に
選
ば
れ
た
時
に
、
小
説
『
妻

の
橋
』
と
黒
木
町
と
は
結
ぼ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ド
ラ
マ
『
妻
の
橋
』
は

R
K
B毎
日
放
送
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
昭
和
四
七
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1972.10.29の南仙橋写真 1

年
(
一
九
七
二
)
一

O
月
八
日
に
、
東
芝
日
曜
劇
場
第
八
二
六
回
と
し
て
全
国

放
映
さ
れ
た
。
原
作
は
三
浦
哲
郎
、
脚
色
は
安
定
し
た
実
力
が
認
め
ら
れ
始
め

た
橋
白
書
賀
子
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
地
元
R
K
B
の
渡
瀬
一
男
、
演
出
は

R

K
B
の
東
義
人
で
あ
る
。
木
下
忠
司
の
音
楽
が
静
か
な
町
の
た
た
ず
ま
い
と
テ
ー

マ
に
マ
ッ
チ
し
て
い
た
。
筆
者
は
二
十
数
年
前
に
こ
の
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
れ
た

直
後
、
感
動
覚
め
や
ら
ぬ
一

O
月
二
九
日
に
黒
木
町
を
訪
れ
、
映
像
と
現
実
の

比
較
を
し
た
り
、
テ
ー
マ
を
象
徴
す
る
そ
の
橋
、
南
仙
橋
を
撮
影
し
た
り
な
ど

し
、
そ
れ
以
来
、
こ
の
町
を
見
守
っ
て
き
た
。

1994.9.25の南仙橋

制
作
者
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
ド
ラ
マ
『
妻
の
橋
』
の
ガ
リ
版
刷
り
の

台
本
3

に
は
、
制
作
意
図
と
し
て
「
故
郷
の
川
に
か
h

る
ひ
と
つ
の
橋
を
通
し

て
、
或
る
夫
婦
の
心
の
そ
よ
ぎ
、
悩
み
、
よ
ろ
こ
び
を
描
き
な
が
ら
、
ひ
と
つ

の
危
機
を
の
り
こ
え
て
い
く
夫
婦
の
姿
を
み
つ
め
た
い
。
」
(
二
頁
)
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ド
ラ
マ
は
こ
の
意
図
を
見
事
に
表
現
し
た
秀
作
で
あ
る
が
、
こ
の
ド

ラ
マ
に
と
っ
て
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
「
ひ
と
つ
の
橋
」
を
ど
こ
に
求
め
る
か

は
、
当
初
か
ら
難
航
し
た
。
原
作
の
橋
に
つ
い
て
は
三
浦
哲
郎
『
雪
の
音
雪

の
香
り
ー
自
作
へ
の
旅
|
』
4

に
、
三
浦
哲
郎
に
と
っ
て
幼
児
期
を
過
ご
し

た
重
要
な
町
で
あ
り
、
自
身
「
郷
里
の
町
」
と
呼
ん
で
い
る
岩
手
県
二
戸
(
い

ち
の
へ
)
の
馬
淵
(
ま
べ
ち
)
川
に
か
か
る
木
橋
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
そ
の
橋
だ
け
が
、
い
か
に
も
人
馬
が
川
を
渡
る
の
に
似
つ
か
わ
し
い
素
朴
な

木
橋
だ
っ
た
」
(
一

O
O頁
)
や
、
「
一
戸
が
郷
里
と
し
て
自
分
の
気
持
に
し
っ

く
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
木
橋
の
せ
い
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
」

(一

O
二
l

一
O
三
頁
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
浦
哲
郎
に
と
っ
て
独
特

の
思
い
の
あ
る
橋
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
地
元
の
放
送
局
の
ス
タ
ッ
フ
が
、

岩
手
な
ら
ぬ
九
州
で
こ
の
橋
を
探
す
の
は
大
変
な
苦
労
が
予
想
さ
れ
る
し
、
東

義
人
氏
や
黒
木
町
在
住
の
方
々
か
ら
伺
っ
た
話
で
は
、
九
州
脊
梁
の
山
中
な
ど

写真2



ま
で
を
巡
っ
て
よ
う
や
く
、
偶
然
捜
し
当
て
た
の
が
こ
の
橋
で
あ
る
。
そ
れ
は

地
元
の
放
送
局
な
ら
で
は
の
地
道
な
努
力
の
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
橋
を
中
心
と
し
て
ロ
ケ
が
行
わ
れ
、
や
が
て
放
映
さ
れ
る
と

い
う
一
連
の
出
来
事
と
と
も
に
、
こ
の
町
の
歴
史
は
新
た
な
何
か
を
付
加
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
限
定
を
得
た
。

ま
ず
現
在
の
風
景
を
手
掛
か
り
に
そ
れ
を
探
る
。

自己限定し限定される場所
三浦哲郎「委の橋j のドラマ化と福岡県黒木町

写真3 現在の南仙橋と黒木町

当時の県立病院

平
成
六
年
(
一
九
九
四
)
九
月
、
筆
者
は
数
回
に
わ
た
っ
て
黒
木
町
を
訪
れ

た
。
九
月
と
い
う
の
は
、
昭
和
四
七
年
(
一
九
七
二
)
の
ロ
ケ
が
九
月
一
八
日

か
ら
三
日
間
に
わ
た
っ
て
遂
行
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
き
な
木
造
橋
、
南
仙

橋
は
変
わ
ら
ず
に
迎
え
て
く
れ
た
。
ロ
ケ
の
基
地
と
さ
れ
た
橋
の
挟
の
料
亭
南

仙
荘
は
、
当
時
の
ま
ま
の
姿
で
過
ぎ
て
い
た
。
そ
れ
に
向
か
い
合
う
昭
和
二
八

年
(
一
九
五
三
)
に
設
置
さ
れ
た
県
立
病
院
は
最
近
改
築
さ
れ
、
開
放
的
で
明
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写真4

る
い
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
下
の
土
手
が
改
修
さ
れ
て
川

辺
が
深
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
モ
チ
ー
フ
を
構
成
す
る
あ
の
岩
は
、
原
作
で

は
「
ち
ょ
う
ど
彼
が
あ
の
こ
ろ
よ
そ
の
女
と
腰
を
お
ろ
し
て
い
た
あ
た
り
」

(
三
三
七
頁
)
と
記
さ
れ
、
台
本
で
は
「
橋
桁
の
下
の
川
原
に
、
志
乃
の
夫
哲

也
が
、
愛
人
の
咲
子
と
肩
を
よ
せ
合
っ
て
坐
っ
て
い
る
。
」
(
一
五
頁
)
と
記
さ

れ
、
映
像
で
は
山
本
学
と
上
村
香
子
が
寄
り
添
っ
て
座
り
、
橋
を
駆
け
て
行
く

大
空
真
弓
の
下
駄
の
高
い
音
に
罪
悪
感
を
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
あ
の
白
い
岩
は
、

僅
か
位
置
を
変
え
て
岸
辺
近
く
に
残
っ
て
い
た
。
高
い
木
造
橋
か
ら
見
下
ろ
せ

ば
、
水
は
澄
み
、
二
十
数
年
前
と
同
じ
よ
う
に
、
野
生
の
鯉
が
泳
い
で
い
た
。

し
か
し
、
一
本
下
流
の
か
つ
て
木
造
で
あ
っ
た
橋
は
、
巨
大
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト

橋
に
架
け
替
え
ら
れ
、
自
動
車
が
行
き
交
っ
て
い
た
。
実
際
、
い
ま
ど
き
こ
ん

な
木
造
橋
が
あ
る
こ
と
の
方
が
不
思
議
で
あ
る
。
三
浦
哲
郎
は
ご
戸
の
本
家

「
妻
の
橋
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
原
作
で
予
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
雪
の
音

雪
の
香
り
ー
自
作
へ
の
旅
l
』
で
そ
れ
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
橋
に
架
け
替
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
り
に
は
「
忍
ぶ
川
文
学
碑
」
が
建
っ

て
い
る
と
い
う
(
一

O
六
頁
)
。
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
、
個
に
よ
る
場
所
の
限
定

で
あ
る
。
他
方
、
黒
木
町
で
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
こ
の
橋
だ
け
が
木
造
の

ま
ま
残
っ
た
の
は
、
実
は
こ
の
ド
ラ
マ
の
舞
台
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
老

朽
化
し
た
こ
ろ
、
町
で
は
当
然
の
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
に
架
け
代
え
る
こ

と
を
検
討
し
た
が
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
制
作
現
場
だ
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
木
造

橋
の
ま
ま
補
修
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
そ
れ
が
、
ド
ラ
マ
放
映
か
ら
二
十
年
近

く
経
っ
た
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

国
鉄
矢
部
線
の
終
点
で
あ
っ
た
黒
木
駅
は
、
昭
和
六

O
年
(
一
九
八
五
)
春

に
廃
線
と
な
っ
て
消
え
た
。
旧
駅
広
場
に
当
時
を
偲
ば
せ
る
も
の
は
、
駅
北
側

の
倉
庫
と
、
駅
の
入
り
口
の
火
の
見
櫓
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
広
場
は
毎
月
「
ふ
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る
さ
と
日
曜
市
」
が
聞
か
れ
る
さ
さ
や
か
な
観
光
拠
点
で
あ
る
が
、
そ
の
観
光

案
内
に
は
、
戦
国
時
代
の
城
下
町
と
い
う
歴
史
ゃ
、
女
優
、
黒
木
瞳
の
生
家
と

と
も
に
、
こ
の
橋
が
ド
ラ
マ
撮
影
地
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
町
で
ほ

か
に
ド
ラ
マ
が
撮
影
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
日
で
も
ド

ラ
マ
『
妻
の
橋
』
の
撮
影
地
を
訪
ね
る
人
々
の
た
め
に
、
特
に
こ
の
橋
に
つ
い

て
案
内
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
黒
木
瞳
が
し
ば
し
ば
語
る
よ
う
に
、
こ

の
町
か
ら
女
優
を
目
指
し
て
旅
立
っ
た
の
は
、
中
学
生
の
頃
、
こ
の
『
妻
の
橋
』

の
撮
影
に
通
過
し
た
か
ら
と
い
う
。

・
二
十
年
以
上
過
ぎ
て
、
単
発
ド
ラ
マ
一
本
の
記
憶
が
風
景
の
中
に
か
く
も
保

存
さ
れ
る
と
い
う
の
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
間
違
い
な

く
一
言
早
え
る
こ
と
は
、
黒
木
町
と
い
う
場
所
は
、
た
し
か
に
ド
ラ
マ
『
妻
の
橋
』

に
よ
っ
て
、
あ
る
限
定
を
被
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
元
の
原

作
に
起
因
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
そ
の
こ
と
を
、
原

作
と
ド
ラ
マ
と
の
比
較
を
通
し
て
考
察
す
る
。

当時の国鉄黒木駅

小
説
『
妻
の
橋
』
と
ド
ラ
マ
『
妻
の
橋
』

ま
ず
、
ド
ラ
マ
の
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
は
原
作
に
忠
実
で
あ
る
。
内
容
的
に
も

脚
本
家
橋
田
喜
賀
子
の
感
情
を
抑
え
て
、
原
作
の
意
図
を
な
る
べ
く
生
な
形
で

伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
双
方
の
比
較
に
お
い
て
ま
ず
目
に
止
ま
る

の
は
、
登
場
人
物
の
名
前
で
あ
る
。
原
作
で
は
、
主
人
公
の
夫
の
名
は
記
さ
れ

な
い
。
「
彼
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
妻
の
名
は
「
菊
枝
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
ド
ラ
マ
で
は
夫
が
「
三
原
哲
也
」
(
俳
優
は
山

本
学
)
、
妻
が
「
三
原
志
乃
」
(
大
空
真
弓
)
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
夫
が

三
浦
哲
郎
自
身
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
妻
が
芥
川
賞
受
賞
作
『
忍
ぶ
川
』

の
主
人
公
の
名
前
に
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
(
な
お
、
本
当
の

三
浦
夫
人
の
名
は
徳
子
で
あ
る
。
)
こ
の
、
『
忍
ぷ
川
』
の
続
編
と
い
う
意
識
は
、

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
い
う
性
格
上
、
視
聴
者
を
意
識
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
『
雪
の
音
雪
の
香
り
ー
自
作
へ
の
旅
』
に
、

「
『
忍
ぶ
川
』
で
一
緒
に
な
っ
た
二
人
が
、
そ
の
わ
ず
か
数
年
後
に
ど
ん
な
試
績

に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
、
失
意
と
い
ら
だ
ち
の
日
々
を
通
し
て
描

い
た
」
(
一

O
五
頁
)
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
浦
哲
郎
自
身
が
そ
の
意
識
を

自
覚
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
場
面
設
定
は
、
十
数
年
ぷ
り
に
郷
里
に
帰
っ
た

際
に
家
族
で
渡
る
橋
に
ま
つ
わ
る
追
想
と
い
う
形
を
と
る
が
、
こ
の
追
想
の
中

に
、
彼
が
長
女
の
出
産
の
際
、
貧
窮
と
い
う
理
由
で
帰
郷
し
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
妊
娠
に
至
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
回
想
さ
れ
る
。
妊
娠
の
報
告

を
す
る
シ
l
ン
が
「
や
が
て
坂
道
の
上
に
現
れ
た
菊
枝
は
、
両
手
を
万
歳
の
恰

好
に
上
げ
て
み
せ
、
そ
れ
か
ら
無
謀
に
も
坂
を
一
気
に
駈
け
降
り
て
き
た
。
」

写真6



(
三
四
二
頁
)
と
記
さ
れ
る
の
は
、
『
忍
ぷ
川
』
受
賞
直
後
、
昭
和
三
六
年
(
一

九
六
一
)
に
発
表
さ
れ
た
自
伝
的
作
品
『
初
夜
』
の
ラ
ス
ト
シ
l
ン
「
そ
れ
か

ら
志
乃
は
、
坂
を
駈
け
降
り
は
じ
め
た
。
私
は
、
お
ど
ろ
い
て
、
ゆ
っ
く
り
こ

い
と
さ
け
ぼ
う
と
し
た
が
、
駈
け
降
り
て
く
る
志
乃
の
姿
に
思
わ
ず
み
と
れ
て

し
ま
っ
た
。
(
中
略
)
私
は
、
そ
こ
に
、
も
う
な
り
ふ
り
構
っ
て
い
ら
れ
な
い

志
乃
の
大
き
な
歓
び
を
み
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
橋
の
中
央

に
、
い
つ
で
も
志
乃
を
抱
き
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
身
構
え
て
、
『
ば
か
だ
な
あ
、

な
ん
て
不
恰
好
な
走
り
方
を
す
る
ん
だ
ろ
う
。
こ
ろ
ん
だ
ら
、
ど
う
す
る
つ
も

り
だ
?
』
苦
笑
し
な
が
ら
立
っ
て
い
た
。
」
(
三
三
四
頁
)
を
意
識
し
て
い
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
ド
ラ
マ
で
は
、
こ
の
連
続
性
を
よ
り
明
確

自己限定し限定される場所
三浦哲郎r妻の稽Jのドラマ化と福照康黒木町一

に
提
出
す
る
工
夫
が
為
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
『
忍
ぷ
川
』
以
降
の
自
伝
的
連
作
と
の
連
続
性
を

反
映
し
た
登
場
人
物
に
、
目
の
不
自
由
な
姉
「
香
代
」
(
山
岡
久
乃
)
が
い
る
。

『
初
夜
』
の
ラ
ス
ト
シ
l
ン
の
す
が
す
が
し
い
感
動
は
、
生
命
へ
の
賛
歌
と
い

う
テ
l
マ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
テ
l
マ
を
強
調
し
隈
取
る
の
が
、
こ

の
望
ま
れ
た
妊
娠
の
背
後
に
、
対
比
的
に
横
た
わ
る
血
脈
へ
の
不
安
で
あ
る
。

そ
の
不
安
は
「
|
私
の
父
母
は
、
私
を
末
子
と
し
て
、
六
人
の
子
を
も
っ
た
。

そ
の
六
人
の
き
ょ
う
だ
い
の
う
ち
、
私
を
の
ぞ
く
上
の
五
人
が
尋
常
で
は
な
か
っ

た
。
(
中
略
)
い
ま
は
私
と
、
す
ぐ
上
の
、
生
ま
れ
つ
き
目
の
悪
い
姉
だ
け
が

の
こ
っ
て
い
た
。
」
(
三
二
二
頁
)
と
記
さ
れ
る
が
、
小
説
『
妻
の
橋
』
で
、
た

だ
「
姉
」
と
だ
け
記
さ
れ
、
さ
り
げ
な
く
「
結
婚
を
断
念
し
た
姉
は
国
道
の
橋

の
挟
に
琴
の
稽
古
場
を
開
い
て
い
た
。
」
(
三
三
九
頁
)
や
、
「
外
出
の
支
度
を

し
て
、
薄
い
色
つ
き
の
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
。
」
(
三
四
六
頁
)
と
記
さ
れ
る
だ

け
で
、
こ
の
「
姉
」
が
か
つ
て
の
血
脈
の
不
安
を
基
調
と
し
て
担
っ
て
い
る
こ

と
が
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
『
初
夜
』
で
、
ま
さ
に
そ
の
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不
安
を
乗
り
越
え
て
妊
娠
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
姉
」
は
ま
た
、
単
に
同
情
さ

れ
る
不
自
由
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
身
体
が
不
自
由
で

あ
る
こ
と
が
現
実
に
も
心
の
細
や
か
な
発
達
を
促
す
よ
う
に
、
身
体
が
健
常
で

あ
る
と
自
ら
お
も
っ
て
い
る
主
人
公
自
身
の
焦
り
を
感
じ
取
り
、
そ
れ
を
癒
し

て
や
り
た
い
と
い
う
優
れ
た
も
の
と
し
て
対
応
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
登

場
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
小
説
で
は
、
弟
夫
婦
が
や
つ
れ
は
て
て
帰
省
す
れ
ば
、

迷
惑
と
も
言
わ
ず
さ
っ
さ
と
自
分
の
部
屋
を
明
け
渡
す
と
い
う
優
し
さ
や
潔
さ

を
持
つ
人
物
と
し
て
描
か
れ
た
り
、
目
が
不
自
由
な
為
、
出
産
の
手
伝
い
が
出

来
な
い
と
い
う
も
ど
か
し
さ
を
同
情
を
も
っ
て
描
か
れ
た
り
、
ま
た
、
主
人
公

「
彼
」
の
焦
り
に
対
し
て
琴
を
教
え
る
と
い
う
行
為
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、

映
像
で
は
、
目
が
不
自
由
な
こ
と
を
当
初
か
ら
は
っ
き
り
映
し
出
し
て
し
ま
う

と
い
う
宿
命
が
あ
る
為
、
小
説
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
表
現
し
つ
つ
、
感
覚

的
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
香
代
の
優
れ
た
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
追

想
の
最
後
に
、
母
親
コ
二
原
う
ら
」
(
小
夜
福
子
)
が
志
乃
に
、
も
う
帰
っ
た

ほ
う
が
良
い
と
、
香
代
か
ら
預
か
っ
た
金
銭
を
手
渡
し
、
そ
の
様
子
を
部
屋
の

外
で
伺
っ
て
い
た
香
代
に
気
づ
い
た
志
乃
を
「
詫
び
る
よ
う
に
か
な
し
そ
う
な

顔
で
、
志
乃
を
見
る
l
そ
ん
な
香
代
を
胸
が
一
杯
に
な
り
な
が
ら
、
た
Y
み
つ

め
る
志
乃
。
」
(
一
六
三
頁
)
と
い
う
、
小
説
に
は
無
か
っ
た
シ
l
ン
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
の
「
わ
び
る
よ
う
な
」
は
、
琴
の
練
習
場
に
通
い
詰
め
た
「
彼
」
の

琴
へ
の
激
し
い
傾
倒
と
、
や
が
て
女
弟
子
の
ひ
と
り
、
小
説
で
は
「
S
さ
ん
」
、

ド
ラ
マ
で
は
「
咲
子
」
(
上
村
香
子
)
、
と
仲
良
く
な
っ
た
こ
と
と
に
対
す
る
詫

び
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
来
、
姉
に
責
任
の
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
の
弱

さ
に
起
因
し
て
い
る
だ
け
に
、
一
層
姉
の
優
し
さ
、
細
や
か
さ
が
際
立
つ
の
で

辛のヲ。。さ
て
、
こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
の
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
、
両
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者
を
貫
く
テ
l
マ
、
す
な
わ
ち
、
本
質
的
意
味
が
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
、
ふ

た
つ
の
土
地
に
存
在
す
る
橋
は
、
こ
の
本
質
的
意
味
を
映
像
的
に
担
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

先
の
考
察
を
手
掛
か
り
に
、
こ
の
両
作
品
の
本
質
的
意
味
を
探
っ
て
み
る
。

登
場
人
物
の
考
察
か
ら
、
ま
ず
第
一
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

は
、
主
人
公
「
彼
」
も
し
く
は
「
哲
也
」
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
小

説
に
し
ろ
、
ド
ラ
マ
に
し
ろ
、
く
っ
き
り
見
え
て
く
る
の
は
、
や
は
り
そ
の
妻

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
説
に
お
い
て
妻
に
は
名
前
が
あ
り
、
夫
に
は
語
り
手
と

し
て
名
前
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
作
者
の
意
図
が
伺
え
る
し
、
な
に
よ

り
も
標
題
は
『
妻
の
橋
』
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
然
の
よ
う
に
台
本
の
キ
ャ

ス
ト
紹
介
の
冒
頭
に
も
「
三
原
志
乃
」
と
妻
の
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
妻
が
、
三
浦
哲
郎
の
自
伝
的
連
作
と
の
連
続
性
を
も
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
連
続
性
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
『
忍
ぷ
川
』

『
初
夜
』
と
続
く
一
九
六

0
年
代
か
ら
ほ
ぼ
一

O
年
経
っ
て
、
作
者
の
心
の
中

の
「
志
乃
」
は
、
ず
い
ぶ
ん
た
く
ま
し
く
な
っ
た
と
い
う
印
象
が
強
い
。
物
語

の
中
で
は
、
『
初
夜
』
の
妊
娠
が
そ
の
ま
ま
こ
の
『
妻
の
橋
』
に
続
く
の
だ
か

ら
、
時
間
的
に
は
た
い
し
て
過
ぎ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
か

つ
て
、
ひ
た
す
ら
純
情
で
彼
に
従
っ
て
い
た
「
志
乃
」
は
、
出
産
直
後
そ
の
け

な
げ
さ
を
残
し
な
が
ら
も
、
出
産
と
同
時
に
み
る
み
る
強
く
た
く
ま
し
く
変
化

す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
の
中
で
も
、
「
四
、
五
日
も
す
る
と
、
菊
枝
は
も

う
い
っ
ぱ
し
の
母
親
で
あ
っ
た
。
子
供
を
扱
う
手
つ
き
も
危
な
げ
が
な
く
な
り
、

乳
を
飲
ま
せ
る
恰
好
も
板
に
つ
い
て
き
た
。
妻
は
み
る
み
る
母
親
に
な
っ
た
と

彼
は
思
い
、
不
思
議
な
気
が
し
た
。
」
(
三
四
九
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
彼
は
、
出
産
時
に
産
婆
に
産
婦
の
弟
と
間
違
え
ら
れ
た
こ
と
を
く

よ
く
よ
と
悩
み
、
「
菊
枝
が
母
親
ら
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
彼
の
方
は
逆
に
、

だ
ん
だ
ん
父
親
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
っ
た
。
」
(
三
四
九
頁
)
と
述

べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
喪
失
感
が
、
先
に
述
べ
た
琴
や
女
弟
子
へ
の
傾

倒
に
つ
な
が
る
が
、
そ
れ
が
む
し
ろ
彼
に
と
っ
て
喪
失
感
を
増
す
ば
か
り
な
の

は
、
作
品
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
作
品
の
テ
l
マ
は
、
と
言
え
ば
、
ま
さ
に
こ
の
妻
の
強
さ
で
あ

る
。
強
さ
は
、
橋
の
上
で
発
揮
さ
れ
る
。
「
S
さ
ん
と
川
原
に
並
ん
で
腰
を
お

ろ
し
て
い
る
と
、
タ
嗣
の
買
物
に
町
へ
い
く
菊
枝
が
、
珠
子
を
背
負
っ
て
対
岸

の
高
い
崖
道
に
現
れ
る
。
菊
枝
は
お
そ
ら
く
そ
こ
か
ら
川
原
の
二
人
を
ち
ら
と

み
た
き
り
、
あ
と
は
金
輪
際
二
人
の
方
へ
目
を
向
け
よ
う
と
は
し
な
い
。
(
中

略
)
け
れ
ど
も
、
妻
に
も
子
供
に
も
無
力
な
彼
に
は
、
菊
枝
の
橋
を
叩
い
て
く

る
よ
う
な
下
駄
の
音
が
、
や
は
り
応
え
た
。
」
(
三
五
二
頁
)
と
示
さ
れ
る
こ
の

音
は
、
ド
ラ
マ
に
な
れ
ば
い
っ
そ
う
強
烈
で
あ
る
。
現
実
の
南
仙
橋
は
、
今
も

当
時
も
橋
の
上
に
は
砂
利
が
敷
き
詰
め
て
あ
っ
て
、
下
駄
の
音
は
し
な
い
。
そ

こ
で
ス
タ
ッ
フ
は
、
そ
の
上
に
板
を
敷
い
て
撮
影
し
た
。
映
像
の
中
で
そ
の
板

が
危
な
げ
に
緩
む
の
を
今
も
記
憶
し
て
い
る
が
、
そ
の
板
を
強
く
踏
む
足
の
運

び
に
合
わ
せ
た
擬
音
の
か
つ
か
つ
と
い
う
響
き
は
ド
ラ
マ
の
基
音
を
鋭
く
構
成

し
て
い
た
。
『
雪
の
音
雪
の
香
り
ー
自
作
へ
の
旅
l
』
で
は
、
先
に
述
べ

た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
架
け
代
わ
っ
た
本
家
「
妻
の
橋
」
の
挟
に
「
忍
ぶ
川
文
学

碑
」
な
る
も
の
が
立
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
つ
つ
、
自
ら
の
胸
の
う
ち
に
『
か

つ
て
こ
こ
に
木
の
橋
あ
り
き
妻
の
ち
び
た
下
駄
の
音
が
邪
(
よ
こ
し
ま
)

な
川
原
の
我
を
撃
つ
か
の
如
(
ご
と
)
く
降
り
注
ぐ
橋
脚
高
き
橋
な
り
き
』

と
い
う
別
の
碑
が
建
っ
て
い
る
と
述
べ
て
章
を
終
え
て
い
る
(
一

O
七
頁
)
。

こ
の
妻
の
強
さ
は
、
嫉
妬
で
も
あ
り
、
潔
さ
で
も
あ
り
、
自
信
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
妻
の
強
さ
ゆ
え
に
、
慌
悼
し
き
っ
て
い
た
彼
が
む
し
ろ
立
ち
直
っ

た
こ
と
を
、
小
説
で
は
「
無
力
な
彼
に
は
、
む
し
ろ
妻
の
嫉
妬
は
力
に
な
っ
た
。
」



(
三
五
一
頁
)
と
暗
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
脚
本
の
橋
田
喜
賀
子
は
そ

れ
を
読
み
取
っ
て
、
「
だ
が
ね
、
君
の
や
き
も
ち
の
お
か
げ
で
、
俺
は
、
あ
の

無
気
力
な
と
き
を
も
ち
こ
た
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
(
一
六
六
頁
)
と

ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
い
ま
、
「
妻
の
橋
」
の
テ
l
マ
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
妻
の
強
さ

だ
と
し
た
時
に
改
め
て
、
こ
れ
に
先
立
つ
連
作
の
意
味
と
方
向
性
が
見
え
て
く

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
妻
の
強
さ
は
、
血
脈
を
保
つ
も
の
と
し
て
の
自
信
に
裏

付
け
ら
れ
た
強
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
嘗
え
嫁
に
来
た
と
き
は
他
人
で
あ
ろ
う

と
、
子
を
生
み
血
脈
を
守
る
も
の
の
絶
対
的
な
強
み
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
、
病
的
な
血
脈
な
ど
弾
き
飛
ば
し
て
し
ま
う
強
さ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
絶
対
的
な
自
信
に
繋
が
る
。

し
か
も
ま
た
、
こ
の
強
さ
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
女
性
の
持
つ
現
実
的
賢
明

さ
に
裏
付
け
ら
れ
た
強
さ
で
も
あ
る
。
一
見
弱
い
立
場
の
姉
で
さ
え
、
彼
よ
り

は
は
る
か
に
強
く
自
立
し
、
賢
明
で
、
し
か
も
優
し
い
の
で
あ
る
。

S
さ
ん
で

さ
え
、
彼
に
と
っ
て
か
弱
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
有
利
な
結
婚
へ
至
る

前
の
ち
ょ
っ
と
し
た
寄
り
道
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
担
っ
て
、
橋
は
あ
る
。
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橋
の
あ
る
風
景

で
は
、
そ
の
橋
は
ど
の
よ
う
な
風
景
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
象

徴
的
意
味
を
持
つ
の
か
。
小
説
で
は
風
景
を
丁
寧
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
馬

淵
川
に
か
か
る
木
橋
は
「
橋
の
な
か
ほ
ど
に
立
っ
て
川
上
の
方
を
み
る
と
、
足

元
か
ら
急
に
右
へ
う
ね
っ
て
い
る
川
の
む
こ
う
正
面
に
中
学
校
の
建
物
が
あ
り
、

左
手
に
は
人
家
を
ま
ば
ら
に
浮
べ
て
い
る
広
い
田
と
、
そ
の
む
こ
う
に
ち
い
さ

な
峰
を
連
ね
て
い
る
松
山
が
み
え
る
。
右
手
に
は
遠
く
駅
の
裏
町
の
家
々
が
、

崖
の
ふ
ち
か
ら
い
ま
に
も
こ
ぼ
れ
落
ち
そ
う
に
ひ
し
め
い
て
い
る
の
が
み
え
て

い
る
。
川
下
の
方
を
眺
め
る
と
、
左
手
に
低
い
川
原
と
、
そ
の
背
後
に
つ
づ

く
小
高
い
林
檎
園
、
そ
の
林
檎
園
の
梢
の
上
に
国
道
沿
い
の
町
筋
の
屋
根
の
重

な
り
合
い
が
み
え
、
右
手
は
川
ベ
り
か
ら
い
き
な
り
切
り
立
っ
て
い
る
潅
木
の

生
い
茂
っ
た
高
い
崖
で
、
そ
の
崖
の
上
の
樹
聞
か
ら
町
は
ず
れ
の
家
々
の
(
彼

の
家
も
そ
の
う
ち
の
一
軒
な
の
だ
が
)
白
壁
や
納
屋
の
赤
屋
根
が
ち
ら
ち
ら
し

て
い
る
。
」
(
三
三
八
頁
)
と
述
べ
ら
れ
る
風
景
は
、
も
ち
ろ
ん
=
戸
の
風
景
で

あ
る
が
、
こ
の
黒
木
町
の
風
景
と
一
致
す
る
奇
妙
な
錯
覚
に
陥
る
。
い
ま
、
ち

な
み
に
こ
の
文
を
黒
木
町
の
風
景
に
移
し
替
え
て
み
る
と
そ
の
類
似
性
は
い
っ

そ
う
は
っ
き
り
す
る
。
(
[
]
が
変
更
部
分
。
)
「
橋
の
な
か
ほ
ど
に
立
っ
て
川
上

の
方
を
み
る
と
、
足
元
[
を
す
こ
し
過
ぎ
て
]
か
ら
急
に
右
へ
う
ね
っ
て
い
る

川
の
む
こ
う
正
面
に
中
学
校
の
建
物
(
撮
影
の
年
三
月
に
新
築
竣
工
・
撮
影
の

月
に
剣
道
部
が
全
国
大
会
で
敢
闘
賞
受
賞
。
)
が
あ
り
、
左
手
に
は
[
国
道
沿

い
の
]
人
家
[
の
]
ま
ば
ら
な
[
列
の
背
後
に
]
ち
い
さ
な
峰
を
連
ね
て
い
る

〔
山
々
]
が
み
え
る
。
右
手
に
は
[
剣
ケ
淵
に
聾
え
る
]
崖
が
み
え
て
い
る
。

川
下
の
方
を
眺
め
る
と
、
[
右
手
]
に
低
い
川
原
と
、
そ
の
背
後
に
つ
づ
く

小
高
い
[
潅
木
の
堤
]
、
そ
の
[
堤
の
潅
木
]
の
梢
の
上
に
国
道
沿
い
の
町
筋

の
屋
根
の
重
な
り
合
い
が
み
え
、
[
左
手
]
は
川
べ
り
か
ら
い
き
な
り
切
り
立
っ

て
い
る
潅
木
の
生
い
茂
っ
た
高
い
崖
で
、
そ
の
崖
の
上
の
樹
聞
か
ら
町
は
ず
れ

の
家
々
の
白
壁
や
納
屋
の
赤
屋
根
が
ち
ら
ち
ら
し
て
い
る
。
」

こ
の
よ
う
に
戯
固
化
し
て
み
る
と
、
と
り
わ
け
両
者
の
地
形
的
類
似
性
が
指

摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
町
が
川
沿
い
の
細
長
い
盆
地
に
開
け
た
も
の
で
あ

り
、
こ
の
橋
は
奇
妙
に
も
こ
の
盆
地
の
中
央
に
あ
っ
て
、
周
囲
を
見
渡
す
位
置

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
よ
う
な
町
特
有

の
、
川
に
平
行
し
た
道
路
と
川
と
に
挟
ま
れ
た
家
並
み
を
持
ち
、
そ
れ
ら
の
家
々
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は
常
に
川
に
背
を
む
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
橋
の
上
か
ら
見
え
る
家
々
は
く
す

ん
で
懐
し
い
こ
と
ま
で
が
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
両
者
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
橋
の
上
か
ら
見
る
川
原
の
広
さ
で
あ
る
。
川
上
に
も
川
下
に
も
川

原
は
累
々
と
広
が
り
、
真
ん
中
を
川
が
流
れ
、
川
を
挟
ん
で
な
つ
か
し
い
家
々

や
崖
が
連
な
り
、
そ
の
彼
方
に
は
四
方
に
山
が
連
な
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
子

宮
の
内
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
芸
術
療
法
の
ひ
と
つ
箱
庭
療
法
で
は
、
こ
の
よ

う
な
典
型
的
な
盆
地
は
幼
児
的
退
行
状
態
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
過
去
を
暗

示
す
る
な
つ
か
し
い
風
景
ゃ
、
さ
ら
に
、
累
々
と
白
い
石
が
広
が
る
川
原
は
、

そ
の
退
行
が
原
初
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
。

ま
た
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
、
母
親
に
成
長
す
る
妻
に
対
し
て
、
一
層
大
人

か
ら
遠
ざ
か
る
自
分
を
発
見
し
た
り
、
音
楽
や
異
性
に
の
め
り
こ
む
の
は
、
心

理
学
的
に
も
退
行
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
に
は
、
閉
塞
的
な
子
宮
で
も
あ
る
こ
の
地
形
の
真
中
に

テ
l
マ
を
象
徴
す
る
橋
を
設
定
す
る
。
橋
は
、
心
理
学
的
に
は
過
渡
期
を
表
し
、

新
た
な
変
化
へ
の
予
測
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
作
品
で
は
、
外
へ
流

れ
て
行
く
川
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
示
唆
す
る
大
き
な
橋
を
設
定
し
、
こ
の
橋
を
渡

る
妻
の
強
さ
こ
そ
が
、
彼
を
救
い
、
ひ
い
て
は
今
日
の
作
家
と
し
て
の
生
活
を

も
た
'
り
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
表
題
に
も
な
っ
た
映
像
に
お
け
る
こ

の
橋
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
テ
l
マ
性
と
は
共
時
的
に
重
な
る
。
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
が
、
先
に
述
べ
て
来
た
意
味
で
の
総
合
的
な
女
性
の
強
さ
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

勿
論
、
ド
ラ
マ
制
作
の
ス
タ
ッ
フ
は
こ
こ
ま
で
の
類
似
と
は
気
づ
か
な
か
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
風
景
が
ふ
さ
わ
し
い
と
探
し
当
て
た
の
は
、
風

景
と
小
説
の
元
型
的
類
似
性
を
意
味
し
て
い
る
し
、
翻
っ
て
ス
タ
ッ
フ
の
鋭
い

感
性
を
証
明
す
る
。

『
黒
木
物
語
』
と
黒
木
町

と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
、
黒
木
町
の
風
景
に
刻
み
込
ま
れ
た
こ
の

よ
う
な
意
味
は
、
『
妻
の
橋
』
か
ら
の
強
制
的
な
意
味
付
け
で
あ
る
虞
れ
が
残

る
。
そ
こ
で
い
ま
、
場
所
と
し
て
の
黒
木
町
の
歴
史
に
そ
の
よ
う
な
意
味
論
的

方
向
性
が
存
在
し
て
い
な
い
か
を
検
討
し
て
み
る
。

黒
木
町
の
紹
介
は
、
す
で
に
台
本
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
福
岡
県
の
南
端
に

あ
っ
て
、
八
女
郡
黒
木
町
は
熊
本
県
と
接
し
、
大
分
県
と
も
一
村
を
隔
て
る
の

み
。
約
七

O
O年
前
、
黒
木
大
菰
×
×
が
城
を
築
き
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
が

豊
臣
秀
吉
が
九
州
征
伐
の
折
所
領
を
没
収
し
廃
城
と
し
た
。
そ
の
後
は

商
業
で
発
展
し
今
日
に
至
る
。
黒
木
町
周
辺
は
み
か
ん
と
お
茶
が
有
名
で

の
ど
か
で
ゆ
た
か
な
そ
し
て
風
光
清
や
か
な
た
た
ず
ま
い
の
町
で
あ
る
。
」
(
一

二
頁
)
と
記
さ
れ
る
こ
の
黒
木
氏
の
始
祖
は
、
本
庄
敏
行
『
八
女
郡
全
誌
』
5

に
よ
れ
ば
、
「
調
(
し
ら
ぺ
)
氏
『
星
野
』
系
圃
に
多
田
頭
人
源
満
仲
八
代
の

後
育
大
戴
大
輔
源
祐
能
云
々
祐
能
初
て
調
朝
臣
を
賜
る
後
に
嘗
園
上
妻
郡

黒
木
郷
に
来
た
る
」
(
一
一
一
一
頁
)
と
あ
る
。
さ
ら
に
同
書
所
収
の
系
図
に
よ

れ
ば
、
祐
能
は
「
治
承
年
中
薩
州
大
隅
国
根
占
城
主
時
に
書
永
元
年
筑
後
黒
木

郷
木
屋
(
こ
や
)
村
猫
尾
城
を
築
く
」
(
一
一
ム
ハ
頁
)
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
祐
能
と
、
南
仙
橋
ま
ぢ
か
の
剣
ケ
淵
と
は
ひ
と
つ
の
悲
劇
で
結
ぼ
れ
て
い

る
。
「
貞
亨
版
黒
木
物
語
』
を
軸
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
和
田
重
雄
『
郷
土
の

史
話
(
一
)
改
訂
貞
亨
版
黒
木
物
語
』
6

所
収
の
「
調
城
古
語
」
に
よ

る
と
(
一
四
六
ー
一
四
八
頁
、
一
六
七
ー
一
七

O
頁
)
、
祐
能
は
笛
の
名
手
で

あ
っ
た
が
、
文
治
二
年
(
一
一
八
六
)
春
に
三
年
詰
の
上
京
を
し
た
折
り
、
後

鳥
羽
院
の
管
弦
の
会
で
帝
の
心
を
捉
え
、
「
調
(
し
ら
べ
)
」
と
い
う
姓
を
賜
り
、

さ
ら
に
、
待
宵
の
小
侍
従
と
い
う
女
御
を
賜
る
。
や
が
て
任
期
を
終
え
、
小
侍

従
と
そ
の
子
を
連
れ
て
黒
木
に
帰
る
と
い
う
時
、
黒
木
の
正
妻
は
こ
れ
を
嫉
妬

四
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し
、
乳
母
や
女
房
た
ち
十
数
名
と
と
も
に
淵
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
崇
り
を
も
た
ら
し
た
が
、
宝
剣
一
振
り
を
供
養
の
た
め
に

そ
の
淵
に
投
げ
込
ん
で
、
崇
り
は
収
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
以
来
そ
の
淵
を
剣

ケ
淵
と
い
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
正
妻
の
嫉
妬
と
潔
さ
と
封
建
制
度
に
あ
っ

て
自
ら
決
す
る
強
さ
は
、
「
妻
の
橋
」
の
妻
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
、

黒
木
の
伝
説
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
編
著
者
の
考
察
で
は
、
貞
亨
五
年

(
一
六
八
八
)
に
『
貞
亨
版
黒
木
物
語
』
を
書
い
た
北
川
藤
左
衛
門
尉
(
じ
よ

う
)
は
、
久
留
米
の
高
良
大
社
の
盲
僧
が
弾
じ
語
る
「
台
本
」
で
あ
り
他
の
地

方
に
も
あ
る
物
語
形
式
を
、
こ
の
町
に
当
て
は
め
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
物
語
形
式
の
元
型
性
を
考
え
る
の
に
重
要
な
手
掛

か
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
元
型
性
を
支
え
る
も
の
の
ひ
と
つ
が
、
先
に
述
べ

た
風
景
の
共
通
性
す
な
わ
ち
元
型
性
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
か
つ
て
ロ
ケ
ハ
ン
を
し
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
こ
の
物
語
を
知
っ
て
こ

の
町
を
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
風
景
と
こ
の
物
語
の
共
通
性
に

は
、
共
時
的
性
質
を
求
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
性

質
こ
そ
が
、
物
語
の
テ
1
マ
で
あ
る
、
女
性
の
強
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

よ
う
な
潜
在
的
か
つ
象
徴
的
な
な
意
味
が
ス
タ
ッ
フ
を
引
き
付
け
た
こ
と
こ
そ

が
、
場
所
の
自
己
限
定
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

五

女
子
教
育
と
黒
木
町

で
は
、
黒
木
町
に
は
そ
の
よ
う
な
物
語
が
ふ
さ
わ
し
い
現
実
的
な
理
由
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
黒
木
町
に
お
け
る
教
育
で
あ
る
。
こ
の
黒
木
町

に
は
、
県
立
高
校
が
ひ
と
つ
あ
る
。
福
岡
県
立
黒
木
高
等
学
校
で
あ
る
。
昭
和

二
三
年
(
一
九
四
八
)
、
新
制
高
校
発
足
以
前
の
そ
の
学
校
は
、
昭
和
一
四
年

(
一
九
三
九
)
に
改
称
し
た
県
立
黒
木
高
等
女
学
校
で
あ
り
、
そ
の
前
身
は
大

正
一
四
年
(
一
九
二
五
)
に
発
足
し
た
黒
木
実
業
女
学
校
で
あ
る
。
こ
の
年
の

黒
木
町
の
人
口
は
二
五
四
六
人
で
あ
り
、
こ
の
実
業
女
学
校
の
通
学
圏
内
の
六

町
村
の
人
口
が
一
六
九
五
四
人
で
あ
る
。
(
因
に
戦
後
す
ぐ
か
ら
昭
和
三

0
年

代
に
わ
た
っ
て
二
万
人
を
越
え
た
が
、
昭
和
四

0
年
代
か
ら
減
少
し
、
現
在
は

一
七

O
O
O人
前
後
。
)
こ
の
女
学
校
設
置
に
は
さ
ら
に
湖
る
女
子
教
育
の
歴

史
が
あ
る
と
い
う
。
女
子
教
育
に
力
を
入
れ
、
女
学
校
を
こ
の
町
に
設
置
す
る

こ
と
に
関
し
て
、
単
な
る
風
景
に
基
づ
く
心
理
的
要
因
を
述
べ
る
の
は
憶
測
に

過
ぎ
る
が
、
こ
の
、
山
に
固
ま
れ
た
盆
地
で
あ
り
、
か
と
い
っ
て
す
で
に
大
き

な
橋
を
必
要
と
す
る
位
、
広
い
川
幅
を
持
つ
程
度
に
は
平
野
部
、
そ
れ
も
古
来

豊
か
な
筑
後
平
野
に
近
い
と
い
う
風
景
の
も
た
ら
す
黒
木
町
を
支
え
て
来
た
産

業
を
顧
み
れ
ば
、
こ
の
一
帯
の
中
心
地
で
あ
る
黒
木
町
に
こ
そ
女
子
教
育
が
必

要
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
台
本
の
紹
介
で
は
、
お
茶
と
み
か
ん
が
挙
げ

ら
れ
て
い
た
が
、
山
村
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
産
業
に
は
ほ
か
に
養
蚕
が
あ
り
、

椎
茸
な
ど
の
山
の
富
の
収
穫
と
加
工
、
ひ
い
て
は
酒
や
醤
油
な
ど
の
醸
造
が
あ
っ

た
。
(
因
に
、
養
蚕
と
玉
露
の
生
産
が
本
格
化
し
た
の
は
、
明
治
末
期
。
)
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
、
女
性
の
手
を
必
要
と
す
る
産
業
で
あ
る
。
近
隣
の
星
野
村
や
上

陽
町
ほ
ど
の
山
村
で
も
な
く
、
城
下
町
そ
し
て
産
業
都
市
久
留
米
に
至
る
途
中

の
仏
壇
や
石
灯
篭
の
産
地
八
女
福
島
町
と
同
様
に
(
今
日
の
福
島
高
校
の
前
身

は
八
女
高
等
女
学
校
、
そ
の
前
身
は
明
治
四
三
年
(
一
九
一

O
)
設
立
の
福
島

技
芸
女
学
校
で
あ
る
。
)
、
山
村
の
富
の
集
散
地
で
あ
り
、
加
工
地
で
も
あ
る
黒

木
に
は
、
女
性
の
手
が
必
要
と
さ
れ
て
来
た
。
そ
こ
で
は
、
女
性
の
権
利
も
強

く
、
賢
明
で
あ
り
、
時
に
は
山
奥
や
平
野
部
の
町
に
出
て
行
く
男
性
に
代
わ
っ

て
仕
事
を
切
り
盛
り
す
る
だ
け
の
潔
さ
や
人
格
的
強
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
地
形
の
持
つ
心
理
的
女
性
性
と
今
度
は
実
践
的
に
結
び
付
く
。
少
な
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く
と
も
こ
の
考
察
か
ら
、
黒
木
町
に
は
女
学
校
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
だ

け
は
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
黒
木
町
の
本
質
を
形
成
し
て
き
た
。

現在の黒木町中心部写真7

一
¥

一
/

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
説
『
妻
の
橋
』
は
ド
ラ
マ
を
通
し
て
、
こ
の

町
に
新
た
な
限
定
を
加
え
た
が
、
そ
れ
は
、
強
引
な
意
識
的
限
定
で
は
な
い
。

こ
の
た
び
考
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
当
初
の
予
想
を
超
え
て
、
む
し
ろ
黒
木
町

の
地
理
的
歴
史
的
本
質
に
従
っ
て
、
潜
在
的
な
本
質
を
新
た
な
姿
で
表
現
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
場
所
の
自
己
限
定
」
や
「
限
定
さ

れ
る
場
所
」
の
当
初
の
規
定
と
構
造
を
顧
み
れ
ば
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
普
遍

的
な
場
所
と
、
特
殊
な
個
と
は
一
都
離
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
来
同
一
の
も
の

で
あ
っ
た
。
い
ま
特
定
の
場
所
に
、
さ
ら
に
特
定
の
限
定
を
加
え
る
と
い
う
の

は
、
そ
の
場
所
と
本
来
、
本
質
的
に
同
一
の
何
か
を
あ
ら
わ
に
示
す
こ
と
で
あ

ま
と
め

る
。
こ
の
な
に
か
こ
そ
が
場
所
の
自
己
限
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
考
察
は
、
哲
学
的
場
所
論
の
そ
の
よ
う
な
抽
象
的
理
論
を
、
予
想
以
上

に
く
っ
き
り
と
示
す
結
果
に
な
っ
た
。
筆
者
に
と
っ
て
は
、
今
後
と
も
黒
木
町

を
見
守
り
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
他
の
特
定
の
場
所
に
お

い
て
も
同
様
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
観
察
で
き
る
の
か
、
こ
れ
も
残
さ
れ
た
重
要

な
課
題
で
あ
る
。

旧駅広場入口

註1
、
詳
細
は
西
田
幾
多
郎
「
場
所
」
(
大
正
一
五
年
)
『
西
国
幾
多
郎
全
集
』
第
四
巻
、

岩
波
書
庄
、
一
九
四
九
年
/
一
九
八
八
年
、
二

O
八
l
二
八
九
頁
・

2
、
『
新
潮
現
代
文
学
五
七
海
の
道
・
忍
ぶ
川
』
新
潮
社
、
昭
和
五
五
年
H
以
下
、

『
妻
の
橋
』
『
忍
ぷ
川
』
『
初
夜
』
の
引
用
頁
は
本
書
に
よ
る
・

3
、
台
本
か
ら
の
引
用
頁
は
す
べ
て
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
台
本
に
よ
る

4
、
『
雪
の
音
雪
の
香
り

l
臼
作
へ
の
旅
l
』
新
潮
文
庫
、
平
成
六
年
・

5
、
本
圧
敏
行
『
八
女
郡
金
誌
』
歴
史
図
書
社
、
昭
和
五
四
年
H

復
刻
・
原
著
は
大
正

一
三
年
刊
行
『
筑
後
名
鑑
八
女
の
巻
』

6
、
和
国
重
雄
『
郷
土
の
史
話
(
一
〉
改
訂

和
五
八
年
/
昭
和
六
一
年
・

写真8

貞
亨
版

黒
木
物
語
』
私
家
版
、
昭

*
写
真
は
す
べ
て
筆
者
撮
影
の
も
の
を
使
用
し
た
。

*
小
論
執
筆
に
あ
た
り
、
東
義
人
氏
、
西
嶋
彦
一
郎
氏
、

話
に
な
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

黒
木
町
の
方
々
に
特
に
お
陛

(
あ
ら
き

福
岡
女
学
院
大
学
教
授
)

ま
さ
み


